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法
政
大
学
江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー

本
書
は
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
二
三
日
に
法
政
大
学
江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー
(

E
T
o
S

)

が
主
催
し
て
開
か
れ
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
﹁
落
語
が
つ
く
る
﹃
江
戸
東
京
﹄
イ
メ
ー
ジ
﹂
に
関
わ
っ
た
研
究
者
た
ち
に
よ
り
、
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。

法
政
大
学
江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
文
部
科
学
省
の
﹁
私
立
大
学
研
究
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
﹂
の
採
択
を
受

け
、
二
〇
一
七
年
に
設
立
さ
れ
た
研
究
拠
点
で
す
。
イ
タ
リ
ア
の
建
築
史
・
都
市
史
を
研
究
し
、
﹁
水
都
﹂
の
比
較
研

究
を
推
進
し
て
き
た
陣
内
秀
信
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
教
授
(
当
時
)

を
初
代
セ
ン
タ
ー
長
と
し
、
工
学
系
の
研
究
者
と
人
文

学
系
の
研
究
者
が
と
も
に
﹁
江
戸
﹂
と
﹁
東
京
﹂
を
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
﹁
新
・
江
戸
東
京
研
究
﹂
を
開

始
し
た
の
で
す
。
﹁
江
戸
﹂
は
時
代
の
名
称
か
つ
地
域
の
名
称
で
す
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
世
界
最
大
で
あ

り
な
が
ら
循
環
型
で
、
持
続
可
能
な
内
発
的
発
展
を
実
現
し
た
都
市
と
し
て
、
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
に
は
﹁
江
戸
東
京
学
﹂
が
誕
生
し
、
江
戸
と
東
京
の
時
代
の
垣
根
を
越
え
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
文

学
、
建
築
、
都
市
計
画
、
考
古
学
な
ど
多
く
の
分
野
が
連
携
し
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
は
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら

よ
り
視
野
を
広
げ
た
﹁
新
・
江
戸
東
京
研
究
﹂
の
拠
点
と
し
て
多
く
の
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
対
象
と
す
る
時
代
は

古
代
・
中
世
に
、
空
間
は
東
の
東
京
低
地
や
西
の
武
蔵
野
・
多
摩
へ
と
広
が
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
﹁
地
理
情
報
シ
ス

はじめに
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テ
ム
と
名
所
の
景
観
﹂
﹁
江
戸
東
京
の
文
学
と
都
市
史
﹂
﹁
表
象
文
化
と
近
未
来
デ
ザ
イ
ン
﹂
の
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
動
い
て
い
ま
す
(
全
貌
は
ぜ
ひ
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
)

。
本
書
も
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
同

様
、
文
学
、
歴
史
、
地
理
、
文
化
人
類
学
、
都
市
工
学
、
建
築
な
ど
の
経
験
と
知
と
が
、
集
積
さ
れ
た
世
界
で
す
。

本
書
の
構
成

本
書
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
生
ま
れ
た
、
あ
る
﹁
問
い
﹂
が
核
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
落
語
に
お
け
る

長
屋
や
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
人
間
関
係
が
﹁
事
実
そ
の
ま
ま
﹂
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
の
現
実
を
要
素
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
後
の
時
代
に
物
語
と
し
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
今
も
、
つ
く
り
続
け
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
し
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
ど
う
い
う
願
望
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
？

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
物
語
が
必
要
に
な
っ
た
の
か
？

そ
の
願
望
を
未
来
に
活
か
せ
る
と
し
た
ら
私
た
ち
は
何
を
す
べ
き

な
の
か
？

議
論
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
そ
れ
ら
の
問
い
や
�
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
ず
解
い
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
書
名
﹃
落
語
が
つ
く
る
〈
江
戸
東
京
〉
﹄
の
﹁
つ
く
る
﹂
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
動

か
ぬ
事
実
と
し
て
存
在
す
る
﹁
江
戸
東
京
﹂
を
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
形
で
日
々
﹁
つ
く
っ
て

い
る
﹂
江
戸
東
京
と
は
な
ん
な
の
か
、
と
い
う
意
味
で
す
。

小
林
ふ
み
子
﹁
江
戸
東
京
の
物
語
と
し
て
の
落
語
﹂
は
、
全
体
の
総
論
で
あ
り
導
入
で
す
。
江
戸
東
京
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
、
物
語
・
伝
承
、
行
事
、
習
慣
、
生
活
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
研
究
史
と
実
際
と
を
紹
介
し
ま
す
。
山
本
真
鳥
﹁
落
語
袂
袒
文
化
人
類
学
の
視
点
か
ら
﹂
は
昔
話
、
伝
説
、
神
話
等
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と
落
語
を
同
じ
地
平
に
置
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
多
く
の
類
似
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

川
添
裕
﹁
動
く
江
戸
東
京
落
語
袂
袒
�
黄
金
6
�
か
ら
出
発
し
て
﹂
は
﹁
黄
金
6
﹂
を
事
例
と
し
て
、
語
ら
れ
る
場
所

が
円
朝
か
ら
志
ん
生
・
志
ん
朝
へ
、
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
住
民
や
そ
れ
に
伴
う
場
所
の
イ
メ

ー
ジ
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
願
人
坊
主
な
ど
門
付
け
芸
の
消
滅
等
の
﹁
人
の
あ
り
よ
う
﹂
の
変
化
に
も
関
係
し
て
い
た

こ
と
を
発
見
し
な
が
ら
も
、
﹁
黄
金
6
﹂
が
消
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
を
問
い
、
落
語
が
死
と
再
生
が
行
わ
れ
る
﹁
祭
儀

的
な
時
空
﹂
と
い
う
神
話
的
な
方
法
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
今
ま
で
の
落
語
論
に
は
な
か
っ
た
視
点
を
提
示
し
ま
す
。

佐
藤
至
子
﹁
�
文
七
元
結
�
と
江
戸
・
東
京
﹂
は
落
語
﹁
文
七
元
結
﹂
の
登
場
人
物
の
動
き
を
江
戸
の
地
理
の
中
に
追

い
、
そ
れ
が
単
に
地
理
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
﹁
江
戸
っ
子
気
質
﹂
と
い
う
人
間
の
あ
り
よ
う
と
共
に
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
発
見
し
ま
す
。
田
中
敦
﹁
は
る
か
な
る
�
落
語
国
�
を
さ
が
し
て
袂
袒
落
語
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
﹂
は
、
土

地
の
記
憶
と
結
び
つ
い
た
か
ら
こ
そ
、
落
語
演
目
の
東
西
の
相
互
移
入
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
ま
す
。
さ
ら
に
、

落
語
が
い
か
に
時
代
に
合
わ
せ
て
新
作
を
つ
く
り
出
し
て
き
た
か
を
示
す
と
同
時
に
、
戦
後
、
古
典
落
語
と
新
作
落
語

に
分
か
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
課
題
も
指
摘
し
ま
す
。

田
中
優
子
﹁
�
長
屋
�
と
い
う
思
想
﹂
で
は
、
長
屋
は
﹁
厄
介
者
や
粗
忽
者
や
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
人
や

無
職
や
そ
の
日
暮
ら
し
の
職
人
が
堂
々
と
生
き
て
い
る
社
会
﹂
で
あ
り
、
そ
う
い
う
場
所
は
近
代
の
、
勝
ち
負
け
と
立

身
出
世
と
高
度
経
済
成
長
を
価
値
と
す
る
社
会
か
ら
否
定
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
長
屋
は
﹁
社
会
と
は
異
な
る
価
値
の

物
語
が
生
ま
れ
る
場
所
﹂
と
し
て
生
き
延
び
た
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
落
語
の
長
屋
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

横
山
泰
子
﹁
�
怪
談
牡
丹
燈
籠
�
の
長
屋
﹂
で
は
、
落
語
だ
け
で
な
く
小
説
、
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
な
っ
た
﹁
怪
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談
牡
丹
燈
籠
﹂
か
ら
、
長
屋
の
描
写
を
取
り
出
し
、
武
家
社
会
と
は
異
な
る
長
屋
の
人
間
関
係
が
ど
う
描
か
れ
た
か
を

紹
介
し
ま
す
。
中
丸
宣
明
﹁
�
お
節
徳
三
郎
�
論
袂
袒
熊
さ
ん
八
つ
ぁ
ん
た
ち
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
﹂
は
、
幕
末
維
新
期
の
社

会
変
動
の
中
で
の
落
語
の
変
化
を
見
な
が
ら
、
男
女
同
権
や
自
由
結
婚
と
心
中
噺
が
結
び
つ
き
、
西
洋
的
な
男
女
観
と

習
俗
的
な
男
女
観
が
同
居
す
る
落
語
の
世
界
を
描
き
出
し
ま
す
。

陣
内
秀
信
﹁
都
市
空
間
の
な
か
の
長
屋
袂
袒
江
戸
東
京
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
﹂
は
、
東
西
の
長
屋
に
焦
点
を
絞
り
、
と
り

わ
け
﹁
路
地
﹂
と
﹁
共
同
井
戸
﹂
に
注
目
し
な
が
ら
﹁
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
の
集
合
的
な
空
間
﹂
を
描
き
出
し
、
﹁
家
に

住
む
よ
り
、
む
し
ろ
街
に
住
む
﹂
と
い
う
共
通
の
感
覚
を
指
摘
し
ま
す
。
高
村
雅
彦
﹁
上
海
の
長
屋
と
滑
稽
戯
﹂
は
、

上
海
の
長
屋
﹁
里
弄
﹂
を
舞
台
に
展
開
す
る
中
国
版
落
語
﹁
七
十
二
家
房
客
﹂
を
取
り
上
げ
、
落
語
の
長
屋
が
決
し
て

日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
中
国
で
も
ま
た
、
話
芸
と
集
合
住
宅
が
都
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
く
り
上
げ
て

き
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
栗
生
は
る
か
﹁
現
代
の
長
屋
ぐ
ら
し
事
情
﹂
は
、
ま
さ
に
現
代
の
話
で
す
。
著
者
が

実
際
に
活
動
し
て
い
る
長
屋
や
銭
湯
の
調
査
と
保
存
、
新
た
な
活
用
に
つ
い
て
報
告
し
、
そ
こ
に
現
代
の
ナ
ポ
リ
の
長

屋
的
生
活
の
報
告
が
重
な
る
こ
と
で
﹁
未
来
に
活
か
せ
る
と
し
た
ら
私
た
ち
は
何
を
す
べ
き
な
の
か
？
﹂
と
い
う
問
い

に
答
え
ま
す
。
﹁
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
壊
れ
て
い
る
が
肝
心
の
人
間
が
壊
れ
て
い
な
い
﹂
ナ
ポ
リ
の
人
々
の
生
活
を
背
景

に
、
長
屋
も
銭
湯
も
消
え
ゆ
く
中
で
、
﹁
頼
れ
る
の
は
や
は
り
落
語
﹂
と
い
う
結
論
は
、
ま
さ
に
本
書
の
結
論
で
す
。

二
〇
二
三
年
六
月

田
中
優
子
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バ
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画

Ju
les

A
d
am

“A
u
Jap

o
n
:
L
es

raco
n
teu

rs
p
u
b
lics”

(
長
谷
川
武
次
郎
、

一
八
九
九
)
の
複
数
の
挿
絵
を
合
成
調
整

表
紙
画

『
新
は
ん
を
と
し
ば
な
し
』
(
表
)
と
同
右
(
裏
)
よ
り

(
い
ず
れ
も
原
画
提
供

川
添
裕
)



＊
原
文
引
用
に
あ
た
り
、
引
用
者
注
は
〔

〕
内
に
入
れ
、
省
い
た
箇
所
を
〔
略
〕
な
ど
で
示
し
た
。
振
仮
名
の
一
部

を
省
き
、
改
行
箇
所
を
／
で
示
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

＊
書
名
の
角
書
は
〈
／
〉
で
示
し
た
。
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Ⅰ

都
市
の
物
語
と
し
て
の
落
語

1



1

江
戸
東
京
の
物
語
と
し
て
の
落
語

小
林
ふ
み
子

は
じ
め
に

落
語
の
な
か
に
多
く
の
地
名
が
出
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
と
り
わ
け
江
戸
を
舞
台
と
す
る
噺
に
は
あ
ま

た
の
そ
の
地
名
が
出
て
く
る
。
そ
れ
ら
と
と
も
に
話
さ
れ
て
き
た
江
戸
東
京
の
都
市
空
間
や
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
姿

が
織
り
な
す
都
市
イ
メ
ー
ジ
は
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
な
江
戸
東
京
の
あ
り
よ
う
を
基
盤
に
し
つ
つ
も
、
演
出
あ
り
、
誇

張
あ
り
と
実
は
多
分
に
虚
構
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
江
戸
東
京
と
い
う
都
市
そ
の
も
の
が
有
形
の
建
造
物
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
は
な
く
、
無
形
の
物
語
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
こ
の
都
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え

る
物
語
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
落
語
を
と
ら
え
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
か
つ
て
、
こ
の
街
で
は
、
貧
し
く
も
楽
天
的

な
人
た
ち
が
助
け
あ
い
な
が
ら
笑
い
あ
り
涙
あ
り
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
⋮
⋮
。
そ
う
し
た
漠
然
と
抱
か
れ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
の
源
泉
に
落
語
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
前
提
と
し
て
都
市
空
間
の
認
識
そ
の
も
の
も
各
話
の
時
代
設
定
に
よ
ら
ず
、

2
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高
座
に
か
け
ら
れ
る
、
そ
の
と
き
ど
き
の
感
覚
が
反
映
さ
れ
、
結
果
と
し
て
時
代
を
超
え
た
重
層
的
な
あ
り
方
を
反
映

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
落
語
に
限
ら
ず
、
物
語
・
伝
承
、
行
事
や
慣
習
か
ら
細
部
に
わ
た
る
生
活
の
あ
り
よ
う
ま
で
、
無

形
遺
産
に
よ
っ
て
江
戸
東
京
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
紹
介
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
落
語
の
世
界
で
地
名
か
ら
想
像
さ
れ
る
江
戸
東
京
の
あ
り
よ
う
を
探
り
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
虚

構
性
が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

無
形
遺
産
に
支
え
ら
れ
た
都
市
・
江
戸
東
京
袂
袒
研
究
史

江
戸
東
京
は
、
武
蔵
野
に
都
市
と
し
て
建
設
さ
れ
た
一
七
世
紀
初
頭
以
来
、
い
く
た
び
と
な
く
、
火
災
、
水
害
、
震

災
に
見
舞
わ
れ
、
二
〇
世
紀
な
か
ば
に
は
空
襲
に
よ
っ
て
市
中
が
焦
土
と
な
る
経
験
を
し
た
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

東
京
の
歴
史
的
建
造
物
は
、
ほ
ぼ
近
代
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
都
市
を
代
表
す
る
仏
閣
た
る
浅
草
寺
や
増
上
寺
も
例
外

で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
前
の
古
い
建
築
と
し
て
は
、
上
野
の
寛
永
寺
が
幕
末
の
兵
火
で
焼
か
れ
た
あ
と
、
明
治
期
に
川

越
か
ら
移
築
し
た
本
殿
を
も
つ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
か
。
由
緒
あ
る
都
市
な
が
ら
も
、
近
代
よ
り
前
に
さ
か
の
ぼ

る
歴
史
を
目
に
で
き
る
有
形
物
と
し
て
は
、
実
は
、
ほ
ぼ
江
戸
城
の
石
垣
、
内
濠
や
外
濠
が
部
分
的
に
残
る
の
み
な
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
目
に
見
え
る
大
き
な
遺
産
が
乏
し
い
江
戸
東
京
の
前
近
代
に
遡
及
す
る
歴
史
性
は
、
そ
れ
ら
以
外

の
も
の
で
担
保
さ
れ
て
い
る
。

国
内
に
い
る
と
こ
の
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
が
、
江
戸
東
京
研
究
セ
ン
タ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
な
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か
で
、
こ
の
都
市
の
特
質
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
契
機
は
、
水
の
都
市
と
し
て
の
共
通
点
を
も
つ

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
比
較
研
究
に
あ
っ
た
(
江
戸
東
京
も
濠
や
水
路
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
暗
渠
に
さ
れ
る
以
前
は
、

水
運
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
)

。
二
〇
二
〇
年
に
同
市
の
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
と
合
同
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
、
そ
の
成
果
を
﹃
水
都
と
し
て
の
東
京
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
袂
袒
過
去
の
記
憶
と
未
来
へ
の
展
望
﹄
と
し
て
上
梓
し
て

い
る(1

)
。
そ
の
な
か
で
こ
の
問
題
に
注
目
し
た
の
が
、
建
築
の
視
点
か
ら
両
都
市
を
較
べ
た
マ
テ
オ
・
ダ
リ
オ
・
パ
オ
ル

ッ
チ
﹁
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
東
京
の
比
較
研
究
の
意
義
袂
袒
歴
史
の
継
承
と
保
存
問
題
﹂
で
あ
っ
た
。
一
三
世
紀
以
来
の

歴
代
の
様
式
を
も
つ
建
造
物
が
そ
の
ま
ま
残
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
実
は
世
の
人
が
思
う
ほ
ど
に
は
都
市
景
観
が
保
存

さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
多
く
の
も
の
が
失
わ
れ
た
江
戸
東
京
で
は
意
外
に
も
街
の
特
徴
や
雰
囲
気
が
よ
く
保
持

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
無
形
(

in
tan

g
ib
le

)

に
近
い
領
域
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

こ
の
主
張
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
別
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
と
し
て
刊
行
し
て
い
た
﹃
好
古
趣
味
の
歴
史
袂
袒
江
戸

東
京
か
ら
た
ど
る(2

)
﹄
に
収
め
た
諸
論
文
で
み
え
て
き
た
こ
と
と
響
き
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
以
来
、
江
戸
の

歴
史
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
多
く
の
も
の
が
失
わ
れ
た
状
況
下
に
お
い
て
、
や
は
り
片
々
た
る
記
録
・
事
物
、
日

常
的
な
器
物
、
慣
習
や
伝
承
な
ど
を
た
ど
る
か
た
ち
で
過
去
の
事
実
を
考
証
し
、
そ
の
価
値
を
再
発
見
す
る
営
為
が
重

ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
大
き
な
建
造
物
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
な
か
に
歴
史
を
探
る
の
は
、
江
戸
東
京
で
は
近
世
以

来
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
二
一
年
九
～
一
〇
月
に
学
内
で
開
催
し
た
特
別
展
は
﹁
〈
人
・
場
所
・
物
語
〉
袂
袒“In

tan
g
i-

b
le”

な
も
の
で
継
承
す
る
江
戸
東
京
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
﹂
と
題
し
た
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
、
失
わ
れ
た
歴
史
や

4
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慣
習
を
文
献
や
残
さ
れ
た
事
物
の
な
か
に
探
る
営
み
の
始
ま
り
か
ら
、
江
戸
か
ら
東
京
へ
と
時
代
が
変
わ
る
な
か
で
も

過
去
の
歴
史
、
習
俗
・
慣
習
、
年
中
行
事
や
祭
礼
な
ど
を
懐
古
的
に
記
述
す
る
書
物
が
つ
く
り
続
け
ら
れ
、
読
み
継
が

れ
て
き
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
記
録
さ
れ
た
生
活
様
式
の
細
部
が
、
一
部
は
今
日
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

提
示
し
た(3

)
。

東
京
の
歴
史
性
が
、
有
形
の
遺
産
で
は
な
く
物
語
・
伝
承
、
記
憶
や
慣
習
あ
る
い
は
日
常
生
活
の
あ
り
よ
う
な
ど
無

形
の
も
の
ご
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
実
は
以
前
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
。
先
述
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

参
加
、
論
集
に
も
寄
稿
し
て
い
る
ポ
ー
ル
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
、
バ
ブ
ル
経
済
に
沸
く
一
九
八
〇
年
代
末
に
東
京
の
歴
史

的
な
あ
り
よ
う
を
紹
介
す
る
著
書
を“T

o
kyo

:
C
ity

o
f
S
to
ries”

と
題
し
て
刊
行
し
て
い
た(4

)
。
同
書
は
﹁
⋮
⋮its

p
ast,

so
little

o
f
w
h
ich

rem
ain

s
fo
r
u
s
to

see
to
d
ay

(
今
日
、
目
に
み
え
る
過
去
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い(5

)
)

﹂
と
い
う
東
京

の
あ
り
よ
う
を
前
提
と
し
て
、
東
京
の
歴
史
的
な
地
域
た
る
千
代
田
・
中
央
区
か
ら
東
部
・
北
部
・
南
部
に
つ
い
て
、

地
域
別
に
、
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
、
生
き
た
人
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
都
市
の
歴
史
的
な
像
を

提
示
し
た
書
物
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ま
さ
に
﹁
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
き
都
市
の
歴
史
と
記
憶
﹂
を
副
題
と
す
る
著
作
も
出
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
一

年
に
日
本
語
版
が
刊
行
さ
れ
た
ジ
ョ

ル
ダ
ン
・
サ
ン
ド
著
﹃
東
京
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
﹄
で
、
一
三
年
の
原
著
の
題
は

“T
o
kyo

V
ern

a
cu
la
r:

C
o
m
m
o
n
S
p
a
ces,

L
o
ca
l
H
isto

ries,
F
o
u
n
d
O
b
jects”

で
あ
っ
た(6

)
。
著
者
は
、
歴
史
保
存
の
対

象
と
な
る
建
造
物
に
乏
し
い
こ
の
都
市
で
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
日
常
の
な
か
に
過
去
の
痕
跡
を
求
め
、
そ
の
価
値

を
再
発
見
す
る
動
き
が
多
面
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
行
政
区
域
と
し
て
は
複
数
に
ま
た
が
る
谷
中
・
根
津
・
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千
駄
木
を
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
創
り
だ
し
た
地
域
誌
、
一
見
と
る
に
た
り
な
い

路
上
の
事
物
に
価
値
を
認
め
る
路
上
観
察
学
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
の
再
現
を
試
み
る
博
物
館
展
示
な
ど
が
考
察
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
﹁
下
町
﹂
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
情
緒
の
商
業
主
義
的
利
用
と
無
縁
で
は
な
く
、
と
き
に

ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
の
た
め
に
政
治
的
に
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
は
い
う
。
そ
れ
で
も
地
域
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
し
、
ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
の
日
常
生
活
を
め
ぐ
る
共
同
の
記
憶
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
の
意

義
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
活
動
は
﹁
ロ
ー
カ
ル
で
親
し
み
深
い
も
の
、
小
さ
な
も
の
、
は
か
な
い
も
の
、
そ
し

て
一
見
些
末
な
も
の
さ
え
も
そ
れ
自
体
に
価
値
﹂
を
認
め
る
も
の
で
、
﹁
資
本
主
義
や
国
家
主
導
の
開
発
が
規
定
す
る

の
と
は
異
な
る
条
件
の
も
と
で
築
か
れ
住
ま
れ
る
都
市
﹂
と
い
う
理
念
に
貫
か
れ
て
い
る
と
す
る(7

)
。

共
同
の
記
憶
や
慣
習
、
日
常
生
活
の
あ
り
方
の
な
か
に
そ
の
土
地
ら
し
さ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
見
い
だ
せ
る
と

い
う
現
象
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
ら
ゆ
る
都
市
に
見
い
だ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
サ
ン
ド
が
同
書
の
﹁
日
本

語
版
へ
の
前
書
き
﹂
で
﹁
東
京
に
し
か
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
今
日
い
た
る

と
こ
ろ
に
あ
る
私
た
ち
の
都
市
の
状
況
を
、
そ
し
て
私
た
ち
が
築
い
て
き
た
過
去
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
探
る
た
め
に
、

こ
の
本
を
書
い
た(8

)
﹂
と
し
た
通
り
で
あ
る
。
か
つ
て
の
都
市
景
観
を
と
ど
め
る
有
形
の
歴
史
遺
産
が
乏
し
い
と
い
う
事

態
も
、
木
造
建
築
が
多
く
災
害
の
多
い
日
本
の
都
市
に
お
い
て
は
、
ま
ま
見
ら
れ
る
。

そ
の
な
か
で
江
戸
東
京
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
有
形
の
遺
産
が
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
一
方
で
、
文
学
や
芸

能
の
舞
台
と
な
っ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
通
じ
て
都
市
空
間
や
そ
こ
に
生
き
る
人
々
が
想
像
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
赤
穂
浪
士
の
討
入
り
を
は
じ
め
と
す
る
時
代
劇
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
小
説
の
影
響
力
は
大
き
い
。
落
語
も
ま

6
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た
、
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
い
え
る
。

と
り
わ
け
落
語
は
、
噺
家
の
祖
先
た
ち
が
か
つ
て
の
身
分
社
会
に
お
い
て
町
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
か
、
等

身
大
の
庶
民
に
視
点
が
あ
る
。
そ
の
点
で
武
士
が
主
人
公
と
な
る
こ
と
も
多
い
講
談
よ
り
も
、
サ
ン
ド
が
論
じ
た
﹁
下

町
﹂
的
な
も
の
と
し
て
の
東
京
像
と
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
。

本
書
で
扱
わ
れ
る
噺
の
ほ
と
ん
ど
が
、
い
わ
ゆ
る
﹁
古
典
落
語
﹂
で
あ
る
。
一
口
に
﹁
古
典
落
語
﹂
と
い
っ
て
も
、

な
か
に
は
江
戸
時
代
に
淵
源
を
も
つ
噺
も
あ
る
が
、
多
く
が
明
治
以
降
に
つ
く
ら
れ
、
時
の
流
れ
の
な
か
で
変
容
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
語
り
継
い
で
き
た
歴
代
の
噺
家
が
過
去
へ
の
想
像
力
を
発
揮
し
て
描
き
出
し
、
聴
衆
に

伝
え
て
き
た
江
戸
東
京
の
空
間
イ
メ
ー
ジ
の
一
端
を
、
落
語
素
人
の
筆
者
な
り
に
以
下
で
探
っ
て
み
た
い
。

二

地
名
で
想
像
さ
れ
る
都
市
空
間

落
語
に
は
、
多
く
の
実
在
の
地
名
が
登
場
す
る
。
現
実
の
土
地
を
舞
台
に
し
つ
つ
も
、
地
図
で
図
示
で
き
な
い
分
、

状
況
は
こ
と
ば
に
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
描
写
せ
ず
し
て
場
面
を
想
像
し
て
も
ら
う
手
が
か
り
と
な
る
地
名
は
効

果
的
で
あ
る
。

江
戸
東
京
に
限
っ
て
も
神
田
・
日
本
橋
を
は
じ
め
、
話
に
の
ぼ
る
地
名
は
多
い
。
そ
こ
で
顕
著
な
の
が
、
か
つ
て
の

下
町
へ
の
偏
り
で
あ
ろ
う
。
登
場
人
物
の
多
く
を
町
人
が
占
め
、
視
点
が
彼
ら
に
お
か
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
け
に(9

)
、
町

人
地
が
主
要
な
舞
台
と
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
。

北
村
一
夫
﹃
落
語
地
名
事
典(10

)
﹄
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
例
言
に
よ
れ
ば
、
五
百
余
編
の
噺
に
現
れ
る
五
百
七
十
余

1 江戸東京の物語としての落語
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箇
所
の
地
名
を
現
代
の
行
政
区
ご
と
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
二
十
三
区
内
で
、
わ
ず
か
に
周
辺
市
部

を
含
む
。
取
り
あ
げ
ら
れ
る
地
名
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
下
町
の
中
核
を
な
し
た
中
央
区
と
台
東
区
が
一
〇
〇
項
目

を
超
え
る
一
方
、
一
〇
〇
以
下
、
五
〇
超
の
区
域
は
、
下
町
と
山
の
手
の
武
家
地
に
ま
た
が
る
千
代
田
区
、
港
区
、
ま

た
隅
田
川
東
岸
の
墨
田
区
で
あ
る
。
そ
の
他
、
二
〇
を
超
え
る
の
が
文
京
区
・
江
東
区
。
西
の
郊
外
で
あ
っ
た
新
宿
区

は
一
六
項
目
で
、
こ
れ
ら
以
外
に
一
〇
を
超
え
る
区
や
周
辺
市
部
は
な
い
。

栗
田
彰
﹃
落
語
地
誌
袂
袒
江
戸
東
京
〈
落
語
場
所
〉
集
成(11

)
﹄
は
、
も
う
少
し
収
録
範
囲
を
限
定
す
る
。
地
域
別
に
地
名

を
挙
げ
て
い
く
形
式
で
、
大
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
は
上
野
、
下
谷
、
蔵
前
、
浅
草
新
堀
端
、
浅
草
観
音
、
観
音

様
の
裏
手
、
新
吉
原
、
今
戸
、
神
田
、
丸
の
内
・
番
町
、
日
本
橋
、
銀
座
、
大
川
端
、
馬
3
町
・
葭よ

し

町ち
ょ

、う

深
川
、
本
所
、

北
本
所
・
向
島
、
芝
。
赤
坂
・
麻
布
・
白
金
・
目
黒
は
ま
と
め
て
一
項
目
と
さ
れ
る
。
現
代
の
行
政
区
で
い
え
ば
、
ほ

ぼ
台
東
区
・
中
央
区
・
千
代
田
区
・
港
区
、
こ
れ
に
江
東
区
・
墨
田
区
の
西
部
に
収
ま
る
。
あ
と
は
こ
れ
ら
に
準
じ
て

江
戸
三
宿
(
板
橋
以
外
)

と
﹁
所
ど
こ
ろ
﹂
と
称
す
る
現
新
宿
区
・
文
京
区
・
北
区
あ
た
り
の
地
名
若
干
が
加
え
ら
れ
る

に
と
ど
ま
る
。

こ
の
二
書
は
ほ
ぼ
同
傾
向
を
示
す
と
い
え
る
が
、
こ
れ
を
視
覚
化
す
る
の
が
日
本
大
学
文
理
学
部
の
江
戸
・
東
京

w
e
b

G
I
Ｓ
の
﹁
東
京
落
語
﹂
で(12

)
、
落
語
で
言
及
さ
れ
る
地
名
が
皇
居
す
な
わ
ち
江
戸
城
に
対
し
て
東
側
、
北
東

方
面
か
ら
南
側
に
か
け
て
顕
著
に
数
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
西
部
に
も
関
連
す
る
地
が
散
在
す
る

も
の
の
、
詳
細
を
見
る
と
古
典
落
語
の
地
名
で
は
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
地
名
は
噺
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
固
定
的

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
だ
け
で
す
べ
て
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
き
な
傾
向
は
十
分
に
把
握
で
き
よ
う
。

8
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落
語
通
の
方
に
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
落
語
に
出

て
く
る
地
名
は
圧
倒
的
に
下
町
の
旧
町
人
地
が
多
い
こ
と
、
そ
れ
に
次
い
で
か
つ
て
武
家
屋
敷
が
並
ん
だ
山
の
手
の
千

代
田
区
の
西
側
や
港
区
あ
た
り
も
舞
台
に
含
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
池
袋
、
新
宿
、
渋
谷
と
い
っ
た
山
手
線
西

側
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
周
辺
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
江
戸
時
代
ま
で
は
場
末
な
い
し
農
村
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
結
果
と
し
て
、
多
く
の
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
生
活
や
仕
事
の
拠
点
が
な
い
限
り
、
実

際
に
東
京
に
居
な
が
ら
行
っ
た
こ
と
が
な
く
て
も
不
思
議
で
は
な
い
土
地
ば
か
り
が
頻
出
す
る
。
つ
ま
り
落
語
で
話
さ

れ
る
﹁
江
戸
東
京
﹂
と
、
現
代
人
の
体
験
す
る
東
京
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
ず
れ
が
あ
る
。

感
覚
的
な
物
言
い
に
な
る
が
、
東
京
の
な
か
で
も
﹁
江
戸
的
﹂
な
エ
リ
ア
と
い
え
ば
日
本
橋
・
人
形
町
や
浅
草
周
辺
、

あ
る
い
は
隅
田
川
の
東
の
向
島
か
ら
深
川
あ
た
り
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
震
災
の
の
ち
戦
災
で
焼
け
尽
く
さ
れ
、

古
い
街
並
み
が
残
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。
こ
こ
に
も
落
語
の
世
界
が
下
敷
き
と
な
っ
て
、
時
代
小

説
な
ど
に
も
投
影
さ
れ
た
﹁
江
戸
像
﹂
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三

土
地
イ
メ
ー
ジ
袂
袒
落
語
の
な
か
の
﹁
麴
町
﹂

落
語
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
﹁
江
戸
﹂
像
と
現
代
の
東
京
と
の
乖
離
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
的
な
ず
れ
だ
け
で
は
な

い
。
落
語
の
﹁
江
戸
東
京
﹂
像
の
も
つ
虚
構
的
側
面
に
つ
い
て
、
麴
町
を
具
体
的
な
例
と
し
て
論
じ
た
い
。
現
在
も
千

代
田
区
の
西
側
、
番
町
・
平
河
町
・
紀
尾
井
町
に
隣
接
す
る
区
域
の
名
称
と
し
て
残
り
、
地
下
鉄
有
楽
町
線
の
駅
名
と

し
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
二
一
世
紀
初
頭
ま
で
日
本
テ
レ
ビ
本
社
の
所
在
地
と
し
て
一
定
の
知
名
度
は
あ
っ
た
と
思
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わ
れ
る
が
、
現
在
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
こ
の
名
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
落
語
の
世
界
で
は
少
な
か
ら
ぬ
噺
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
神
田
や
日
本
橋
あ

た
り
の
下
町
で
は
な
く
、
山
の
手
地
域
で
は
珍
し
い
と
も
い
え
よ
う
か
。

も
っ
と
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
三
遊
亭
円
朝
(
一
八
三
九
～
一
九
〇
〇
)

が
大
成
し
た
と
さ
れ
る
人
情
噺
﹁
文ぶ
ん

七し
ち

元も
っ

結と
い

﹂
が
あ
る
。
身
投
げ
し
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
を
助
け
ら
れ
た
文
七
が
、
新
妻
と
と
も
に
元も
と

結ゆ
い

の
店
を
開
く
(
第
4

章
参
照
)

の
が
麴
町
六
丁
目
あ
る
い
は
貝
坂
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
話
芸
と
の
所
縁
が
推
測
さ
れ
る
作
者
東と
う

随ず
い

舎し
ゃ

に

よ
る
文
化
二
年
(
一
八
〇
五
)

刊
の
読
本
﹃
聞き
き

書が
き

雨あ
ま

夜よ
の

友と
も

﹄
な
ど
に
よ
く
似
た
話
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
う
し
た

先
行
話
に
、
文
七
元も

と

結ゆ
い

と
称
す
る
上
質
な
元
結
の
由
来
を
結
び
つ
け
た
一
話
と
考
え
ら
れ
て
い
る(13

)
。
し
か
し
、
そ
の
店

の
所
在
地
は
諸
説
あ
る
な
か
で
も
、
い
ず
れ
も
麴
町
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
あ
え
て
麴
町
の
こ
と
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
。

近
世
の
麴
町
は
山
の
手
に
は
珍
し
い
町
人
地
と
し
て
、
商
家
が
立
ち
な
ら
ぶ
街
で
あ
っ
た
。
切
絵
図
の
類
を
確
認
す

る
と
、
半
蔵
御
門
か
ら
四
谷
御
門
の
先
ま
で
、
路
(
現
在
の
新
宿
通
り
)

の
両
側
に
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
隣
接

す
る
麴
町
隼
町
、
麴
町
山
元
町
、
麴
町
平
河
町
と
と
も
に
町
人
地
と
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
店
が
立
地
。
諸
書
に
山
の
手

の
武
家
屋
敷
の
需
要
を
賄
っ
て
い
た
と
さ
れ
る(14

)
。

さ
き
の
﹁
文
七
元
結
﹂
と
の
関
連
も
指
摘
さ
れ
る(15

)
、
人
情
噺
﹁
ち
き
り
伊
勢
屋
﹂
の
舞
台
が
ま
さ
に
麴
町
で
あ
っ
た
。

麴
町
平
河
町
の
易
者
白
井
左
近
に
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
莫
大
な
財
産
を
ば
ら
ま
く
質
屋
の
伝
次

郎
の
店
、
伊
勢
屋
も
麴
町
五
丁
目
と
さ
れ
る
。
伝
次
郎
は
金
銭
頒
布
の
功
徳
に
よ
っ
て
運
勢
転
じ
、
長
命
と
な
っ
て
散
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